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ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
は
、
徹
底
し
た
合
理
主
義
的
思
考
態
度
を
と
り
つ
つ
も
、

そ
の
内
に
「
至
福
」
や
「
救
済
」
と
い
っ
た
倫
理
・
宗
教
的
な
動
機
を
秘

め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
し
た
動
機
を
甚
礎
に
、
そ
れ

(
l
)
 

を
「
理
性
の
言
語
へ
と
変
え
た
」
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
彼
の
主
著
『
エ

チ
カ
』
の
結
論
部
分
（
第
五
部
）
で
人
間
の
幸
福
の
実
現
と
し
て
示
さ
れ

る
「
神
へ
の
知
的
愛
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
合
理
的
な
も
の
と
倫
理
・

宗
教
的
な
も
の
と
の
重
な
り
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
互
い
に
相
反
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
二
重
性
、
あ
る
い
は
倫
理
・

宗
教
的
な
動
機
の
合
理
的
な
も
の
へ
の
変
換
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
い

て
如
何
に
し
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
一
定
の
条
件
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
得

ら
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
合
理
主
義
と
は
、
通
常
の
意
味
で
言
わ
れ
る
合
理
主

義
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
本
稿
は
『
知
性
改
善
論
』
の
テ
キ
ス
ト

を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
に
一
定
の
答
を
与
え
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
倫
理
・
宗
教
的
な
も
の
の
理
性
へ
の
変
換
に
つ
い
て

「
心
の
動
き
」

と
方
法

『
知
性
改
善
論
』
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
『
エ
チ
カ
』
を
補
完

す
る
作
品
と
し
て
生
涯
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
こ
れ
を
完
了
し
よ
う
と
常
に
心
に

(
2
)
 

か
け
て
」
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
中
の
「
至
る
と

こ
ろ
に
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
も
ろ
も
ろ
の
逆
説
の
た
め
に
そ
の
全
体
を
虚

偽
な
も
の
と
し
て
退
け
て
く
れ
な
い
よ
う
に
、
む
し
ろ
ま
ず
我
々
が
そ
れ

を
い
か
な
る
秩
序
で
証
明
す
る
か
を
考
察
し
て
く
れ
る
よ
う
に
」
す
る
た

め
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
企
画
し
た
「
方
法
に
関
す
る
議
論
」
で
あ
る

(TIE,

4
6
)

。
つ
ま
り
、
『
エ
チ
カ
』
が
人
間
の
至
福
や
救
済
へ
の
途
を
「
理
性
の

言
語
へ
と
変
え
た
」
実
質
的
な
、
し
か
し
外
見
的
に
は
逆
説
に
満
ち
た
成

果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
知
性
改
善
論
』
は
そ
う
し
た
成
果
に
至
る
方
途
に

関
す
る
手
引
き
書
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
前
半
部
分
（
第
一
ー
四
九
節
）
の
考
察

を
軸
に
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
倫
理
・
宗
教
的
な
も
の
の
合
理

的
な
も
の
へ
の
変
換
条
件
を
四
つ
の
章
に
分
け
て
探
る
。
そ
れ
は
、
『
知
性

改
善
論
』
冒
頭
に
現
れ
る
「
心
の
動
き
」
と
い
う
表
現
を
中
心
に
し
て
展

堀

江

剛
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「
一
般
生
活
に
お
い
て
通
常
見
ら
れ
る
も
の
の
す
べ
て
が
空
虚
で
無
価

値
で
あ
る
こ
と
を
経
験
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
ま
た
私
に
と
っ
て
恐
れ
の

原
因
で
あ
り
対
象
で
あ
っ
た
も
の
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
自
体
で
は
善
で
も

悪
で
も
な
く
、
た
だ
心
が
そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た

(animus
m
o
v
 ,
 

eri)

限
り
に
お
い
て
の
み
善
あ
る
い
は
悪
を
含
む
こ
と
を
知
っ
た
時
、
私

は
つ
い
に
決
心
し
た
、
我
々
の
あ
ず
か
り
得
る
真
の
善
で
、
他
の
す
べ
て

を
捨
て
て
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
心
が
動
か
さ
れ
る

(animus
affici) 

よ
う
な
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
、
い
や
む
し
ろ
、
一
た
び
そ

れ
を
発
見
し
獲
得
し
た
上
は
、
不
断
最
高
の
喜
び
を
永
遠
に
享
受
で
き
る

よ
う
な
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
を
探
求
し
て
み
よ
う
と
。
」

(TIE, 1
)
 

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
で
哲
学
す
る
こ
と
へ
の
自
分
の
動
機
を
端
的
に
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
数
節
で
、
こ
の
動
機
に
至
っ
た
根
拠
や
経

(
1
)
 

『
知
性
改
善
論
』
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

「
心
の
動
き
」
と
い
う
次
元

開
さ
れ
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
観
点
に
立
っ
て
、
こ
の
作
品
の
主
題
で
あ
る

「
方
法
」
の
在
り
方
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学

に
お
け
る
合
理
主
義
の
性
格
に
関
し
て
は
、
結
論
で
触
れ
ら
れ
る
。

緯
が
、
「
善
」
や
「
幸
福
」
に
関
す
る
簡
単
な
分
析
を
交
え
て
展
開
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

通
常
人
々
が
「
最
高
の
善
」
と
考
え
て
い
る
幸
福
（
富
・
名
誉
・
快
楽
）

は
一
時
的
に
は
喜
ぴ
を
も
た
ら
す
も
の
の

(TIE,
3
 | 5
)

、
「
永
遠
に
享
受

で
き
る
」
よ
う
な
幸
福
と
比
較
す
れ
ば
「
そ
の
い
ず
れ
か
を
断
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
互
い
に
背
反
し
て
い
る
」

(TIE,
6
)

。
ス
ピ
ノ
ザ
は

ど
ち
ら
の
幸
福
も
捨
て
難
い
と
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
「
ど
ち
ら
が

有
益
か
を
吟
味
」
し
た
結
果
、
「
本
性
上
不
確
実
な
善
」
よ
り
も
「
本
性
上

は
不
確
実
で
な
い
が
た
だ
そ
の
取
得
に
関
し
て
の
み
不
確
実
な
善
」
の
方

を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た

(
i
b
d
.
)
。
な
ぜ
な
ら
「
す

べ
て
の
幸
福
あ
る
い
は
不
幸
は
た
だ
我
々
の
愛
着
す
る
対
象
の
性
質
に
の

み
依
存
し
て
い
る
」

(TIE,
9
)

限
り
、
富
・
名
誉
・
快
楽
と
い
っ
た
「
滅

ぶ
べ
き
事
物
」

(
i
b
d
.
)

へ
の
愛
よ
り
も
「
永
遠
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る

愛
」
（
TIE,
1
0
)

の
方
が
望
ま
し
い
の
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
以
上
の
こ
と
を
精
神
で
は
は
な
は
だ
明
瞭
に
知
覚
し
な
が

ら
も
（
中
略
）
所
有
欲
・
官
能
欲
及
び
名
誉
欲
か
ら
全
く
抜
け
き
る
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」
(
i
b
i
d
.
)

と
告
白
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
欲

が
「
不
断
最
高
の
喜
び
」
と
い
う
目
的
の
「
手
段
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
或
る
程
度
を
越
す
こ
と
が
な
く
、
決
し
て
有
害
で
は
な
い
」

(TIE, 
11)
と
い
う
認
識
に
達
し
た
。

こ
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
ま
ず
気
づ
か
れ
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
二
つ

の
対
立
す
る
価
値
の
領
域
を
対
比
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
「
富
•
名
誉
・
快
楽
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
世
俗
的
な
価
値
の
領

域
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
目
指
す
「
最
高
不
断
の
喜
ぴ
」
あ
る
い
は
「
永

遠
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
愛
」
と
い
う
、
宗
教
的
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ

う
な
価
値
の
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ

の
二
つ
の
価
値
領
域
の
狭
間
で
迷
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
絶
対
的
に
異
質

な
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
選
択
肢
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
を
「
ど

一
方
を
選
ん
だ

ち
ら
が
有
益
か
を
吟
味
」
で
き
る
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、

後
も
他
方
の
有
益
性
さ
え
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ス

ピ
ノ
ザ
は
、
世
俗
的
な
価
値
を
捨
て
て
宗
教
的
な
価
値
を
求
め
る
と
決
意

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
し
、
比
較
可
能
な
次
元
に
引
き
戻
し
た

上
で
、
自
分
の
決
意
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
根
拠
づ
け
が
可
能
な
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
価
値
一
般
に
関
し

て
次
の
よ
う
な
観
点
を
保
持
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
様
々
な
価
値
の
対
象
（
恐
れ
の
対
象
、
喜
び
や
悲
し
み
の
対
象
、

愛
や
憎
し
み
の
対
象
、
富
、
名
誉
、
快
楽
、
あ
る
い
は
「
永
遠
無
限
な
る

も
の
」
な
ど
）
が
「
そ
れ
自
体
で
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
た
だ
心
が
そ

れ
に
動
か
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
の
み
」
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
観

点
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
の
問
題
、
あ
る
い

は
人
間
が
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
何
を
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、

す
べ
て
「
心
の
動
き
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に

還
元
さ
れ
る
。
ま
た
、

一
般
に
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
諸
対
象
に
対
し
て

一
定
の
中
立
性
が
保
た
れ
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
「
心
を
動
か
す
」
か

(
2
)
 

に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
富
•
名
誉
・
快
楽
」
と

「
最
高
不
断
の
喜
び
」
と
は
、
な
る
ほ
ど
「
互
い
に
背
反
し
て
い
る
」
と

見
な
さ
れ
る
が
、
喜
び
に
お
い
て
「
心
が
動
く
」
限
り
で
は
同
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
上
で
、
ど
れ
ほ
ど
「
不
断
」
に
喜
び
に
お
い
て
心
を
動
か
す

か
、
ま
た
そ
の
喜
び
に
ど
れ
ほ
ど
「
有
益
」
な
か
た
ち
で
寄
与
す
る
か
が
、

こ
の
よ
う
な
「
心
の
動
き
」
と
い
う
観
点
は
、
そ
こ
で
世
俗
的
で
あ
れ

宗
教
的
で
あ
れ
価
値
そ
の
も
の
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
様
々
な
価
値
領
域
に
ま
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
横
断
的
に
捉
え
る

こ
と
の
で
き
る
条
件
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
世
俗
的
な
価
値
が
そ

れ
自
体
で
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
「
永

遠
無
限
な
る
も
の
に
対
す
る
愛
」
と
い
う
宗
教
的
な
価
値
も
、
そ
れ
自
体

で
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
絶
対
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
宗
教
的
な
価
値
は
「
心
の
動
き
」
と
い
う
括
弧

に
入
れ
ら
れ
た
か
た
ち
で
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
「
心
が
動
か
さ
れ
る

a
n
i
m
u
s
moveri/ 

affici」
と
い
う
表
現
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
中
で
特
別
な
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
表
現
、
特
に
八
afficere:>

と
い
う
語
（
「
あ
る
状
態
に
移
す
」
「
心
を
動
か
す
」
「
剌
激
す
る
」
「
活
気

(
3
)
 

づ
け
る
」
な
ど
と
い
う
意
味
の
動
詞
）
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
の
深
さ
は
、

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
「
感
情

affectus」
や
「
変
状

affectio
」
の
概
念

決
意
の
根
拠
づ
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
感
情
」
と
は
差
し
当
た
っ
て
、
欲
望
、
喜
び
、

悲
し
み
、
驚
異
、
軽
蔑
、
愛
、
憎
し
み
等
々
、
普
通
の
意
味
で
の
人
間
の

情
念
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
我
々
の
見
た
「
心
の
動
き
」
を
体
系
的
・
包

括
的
に
示
す
概
念
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
感
情
を

「
我
々
の
身
体
の
活
動
能
力
を
増
大
し
あ
る
い
は
減
少
し
、
促
進
し
あ
る

い
は
阻
害
す
る
身
体
の
変
状

(affectio
corporis)
、
ま
た
同
時
に
そ
う

し
た
変
状
の
観
念
」

(
E
3
,
D
3
)
と
定
義
す
る
。
こ
こ
で
「
心
の
動
き
」
は
、

我
々
の
身
体
の
変
状
と
「
本
性
上
同
時
に
在
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
一
に

し
て
同
一
」

(
E
3
,
P
2
S
)

な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
身
体

は
「
き
わ
め
て
複
雑
な
組
織
」

(
E
2
,
P
o
s
t
u
l
.
1
)

で
あ
り
「
き
わ
め
て
多

様
な
仕
方
で
刺
激
さ
れ
る
」

(ibid.3)

が
故
に
、
そ
の
「
変
状
の
観
念
」

（
心
の
動
き
）
も
「
明
瞭
判
然
た
る
も
の
で
は
な
く
、
混
乱
し
た
も
の
で

あ
る
」

(
E
2
,
P
2
8
)

と
言
わ
れ
、
そ
の
上
そ
の
「
変
状
の
観
念
の
観
念
」

も
「
人
間
精
神
の
妥
当
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」

(
E
2
,
P
2
9
)

と
さ
れ

る。
要
す
る
に
「
心
の
動
き
」
は
「
身
体
の
変
状
」
で
も
あ
り
、
従
っ
て
本

来
「
非
常
に
複
雑
」
で
不
透
明
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
我
々
の
自
覚
的
な

意
識
（
変
状
の
観
念
の
観
念
）
で
は
十
分
に
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
変
状
」
の
概
念
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

(
4
)
 

と
な
っ
て
は
っ
き
り
現
れ
て
く
る
。
今
見
た
「
心
の
動
き
」
と
い
う
次
元

が
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
拡
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
を
知

る
た
め
に
、
こ
こ
で
手
短
で
は
あ
る
が
、
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
感
情
」

要
索
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
み
込
ん
で
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
自
分
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な

い
動
き
の
次
元
、
心
身
領
域
や
無
意
識
の
次
元
を
含
ん
で
い
る
と
言
っ
て

も
よ
い
。
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
感
情
」
の
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、

身
体
が
「
自
分
の
精
神
を
驚
か
す
よ
う
な
多
く
の
こ
と
を
な
し
う
る
」

(
E

竺

P
2
S
)

こ
と
に
注
意
を
向
け
、
「
精
神
の
自
由
な
決
意
で
」

(ibid.)
行

動
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
人
々
を
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
身
体
的
で
不
透
明
な
も
の
を
含
む
「
心
の
動
き
」
の
次

元
が
、
『
エ
チ
カ
』
で
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た

「
感
情
」
「
変
状
」
に
関
す
る
理
論
が
、
『
知
性
改
善
論
』
冒
頭
の
「
心
が

動
か
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
の
直
接
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
八
afficere:>
と
い
う
語
を
使
い
、
ま
た
不
断
最

高
の
「
喜
び
」
や
無
限
な
も
の
に
対
す
る
「
愛
」
を
「
明
瞭
に
知
覚
し
て

い
な
が
ら
」
様
々
な
世
俗
的
「
欲
」
か
ら
抜
け
き
れ
な
か
っ
た
と
言
う
時
、

そ
こ
に
自
分
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
「
感

情
」
も
し
く
は
「
心
の
動
き
」
と
い
う
次
元
を
捉
え
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。

善
の
再
定
義
と
「
療
法
r
e
m
e
c
l
i
a」

(
1
)

「
心
が
動
か
さ
れ
る
」
限
り
で
し
か
価
値
は
生
じ
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
「
心
の
動
き
」
の
外
側
に
絶
対
的
な
価
値
が
想
定

48 



し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
善
い
と
か
悪
い
と
か
は
た
だ
相
対
的
に

の
み
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
同
一
事
物
で
も
異
な
っ
た
関
係
に
応

じ
て
善
い
と
も
悪
い
と
も
呼
ば
れ
得
る
。
こ
れ
は
完
全
だ
と
か
不
完
全
だ

と
か
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
実
際
、
ど
ん
な
も
の
も
、
そ
の
本
性
に

お
い
て
見
れ
ば
、
完
全
だ
と
も
不
完
全
だ
と
も
言
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」

(TIE, 1
2
)

と
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
一
般
に

対
す
る
徹
底
的
な
相
対
主
義
は
、
「
永
遠
無
限
な
る
も
の
」
の
価
値
も
相
対

化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
相
対
性
の
中
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
目
指
す
価
値
を
積
極
的
な
も
の
と

し
て
保
持
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
ス
ピ
ノ
ザ

が
自
分
の
目
指
す
「
善
」
を
選
択
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
箇
所
、
及
び

そ
れ
を
再
定
義
し
た
箇
所
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
更
に
引
き
続
き
省
察
し
た
結
果
（
中
略
）
、
私
は
疑
い
も
な
い
善
の
た

め
の
疑
い
も
な
い
悪
を
捨
て
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
達
し
た
。
な
ぜ

な
ら
私
は
、
自
分
が
非
常
な
危
機
に
臨
ん
で
い
て
、
ど
ん
な
に
得
難
い
対

薬
(
r
e
m
e
d
i
a
)
で
も
全
力
を
あ
げ
て
求
め
る
よ
う
に
余
饒
な
く
さ
れ
て
い

る
の
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
た
か
も
或
る
対
薬
を
施
さ
な
け
れ
ば
確

か
に
死
ぬ
と
自
ら
予
見
し
て
い
る
重
篤
の
患
者
が
、
彼
の
全
希
望
は
か

か
っ
て
そ
の
対
薬
に
あ
る
故
に
、
た
と
え
得
難
い
も
の
で
も
そ
れ
を
全
力

を
あ
げ
て
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
同
様
に
。
と
こ
ろ
が
世
間
の
人
々
の
追

求
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
単
に
我
々
の
生
存
の
維
持
に
対
し
て
何

ら
の
対
薬
も
も
た
ら
さ
な
い
」
。

(TIE,
7
)
 

「
人
間
は
、
自
分
の
本
性
よ
り
は
る
か
に
力
強
い
或
る
人
間
本
性
を
考

え
、
同
時
に
そ
う
し
た
本
性
を
獲
得
す
る
こ
と
を
全
然
不
可
能
と
は
認
め

な
い
か
ら
、
こ
の
完
全
性
（
本
性
）
へ
自
ら
導
く
手
段
を
求
め
る
よ
う
に

駆
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
到
達
す
る
手
段
と
な
り
得
る
も
の
が
す
べ
て

(
5
)
 

真
の
善
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
」

(TIE,
1
3
)
 

こ
こ
に
は
、
「
生
存
の
維
持
」
あ
る
い
は
「
力
強
い
人
間
本
性
（
完
全
性
）
」

の
た
め
に
「
全
力
を
あ
げ
て
求
め
ざ
る
を
得
な
い
」
も
の
が
「
善
」
で
あ

る
、
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
通
常
の
善
に
関
す
る
考
え

と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
通
常
善
は
人
が
そ
こ
に
価
値
を
躍
き
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
行
動
を
起
こ
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
価
値
の
規
範
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
行
為
の
「
目
的
」
に
位
置
す
る
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に

お
い
て
は
、
「
善
」
は
「
生
存
の
維
持
」
や
「
人
間
の
完
全
性
」
と
い
う
目

的
の
「
手
段
」
に
位
躍
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
目
的
も
、
人
の
行
為
を
「
す

べ
し
」
と
し
て
規
範
的
に
規
定
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
せ
ざ
る
を
得
な
い
」

止
む
に
止
ま
れ
ぬ
活
動
そ
の
も
の
に
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、

何
か
価
値
あ
る
も
の
を
求
め
る
と
い
う
人
間
の
営
み
が
、
目
的
志
向
的
あ

る
い
は
目
的
論
的
な
態
度
と
し
て
で
は
な
く
、
「
生
存
の
維
持
」
と
い
う
人

(
6
)
 

間
の
衝
動
的
な
作
用
を
基
礎
に
し
て
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
が
「
善
」
と
し
て
従
う
べ
き
普
遍
的
な
究
極
目
的

や
究
極
価
値
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
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(
2
)
 

す
べ
て
が
相
対
的
で
無
価
値
だ
か
ら
人
間
は
何
を
し
て
も
よ
い
と
か
、
何

を
し
て
も
無
意
味
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
積

極
的
な
も
の
に
向
か
う
「
心
の
動
き
」
そ
れ
自
体
は
大
切
に
保
持
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
対
薬
」
の
比
喩
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
心

の
動
き
は
非
常
に
緊
迫
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
宗
教
的
な
「
救
済
」

へ
の
切
実
さ
を
暗
示
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
切
実
な
「
心
の
動

き
」
を
規
範
主
義
的
あ
る
い
は
目
的
論
的
な
説
明
方
式
か
ら
解
放
し
て
、

「
心
の
動
き
」
そ
の
も
の
の
維
持
や
力
強
さ
へ
の
衝
動
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
の
転
換
に
よ
っ
て
、
善
の
概
念
は
、
「
心
の
動
き
」

を
拘
束
す
る
規
範
的
な
も
の
か
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
を
強
化
す
る
た
め

の
「
手
段
」
や
「
対
薬
」
と
し
て
の
、
い
わ
ば
技
術
的
な
も
の
へ
と
変
換

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
完
全
性
」
（
こ
の
完
全
性
も
も
ち
ろ
ん
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
）
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
言
い
換
え
れ
ば
「
心
の
動
き
」
を
強
化

す
る
た
め
の
「
対
薬

r
e
m
e
d
i
a
」
と
い
う
医
学
的
・
技
術
論
的
な
考
え
方

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
い
て
単
な
る
比
喩
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
『
エ
チ

カ
』
第
五
部
の
前
半
部
分
（
定
理
二
十
ま
で
）
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
ま
さ
し
く
「
感
情
に
対
す
る
療
法

a
f
f
e
c
t
u
u
m
r
e
m
e
d
i
a
」
(
E
5
,

P
r
a
e
f
.
,
 
P
2
0
S
)

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
精
神
の
能
力
が
「
感
情
を
抑
制

し
統
御
す
る
た
め
に
、
感
情
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
大
き
な
ま
た
ど
の
よ
う

な
種
類
の
権
力
を
有
す
る
か
」

(
E
5
,

P
r
a
e
f
.
)

に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い

る
。
我
々
は
自
分
の
感
情
に
対
し
て
「
絶
対
的
な
権
力
を
有
し
な
い
」

(ibid.)
。
言
い
換
え
れ
ば
「
心
の
動
き
」
は
「
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら

な
い
」
部
分
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
「
感
情
を

抑
制
し
統
御
す
る
に
は
少
な
か
ら
ぬ
訓
練
と
労
力
を
要
す
る
」

(ibid.)
、

つ
ま
り
技
術
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
療
法
」
の
具
体
的
な
姿
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
挙
げ
て
い

る
の
は
、
『
エ
チ
カ
」
で
は
、
「
知
性
は
い
か
な
る
方
法
、
い
か
な
る
道
程

で
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
」
を
示
す
「
論
理
学
」
と
、
「
身
体
は
そ

の
機
能
を
正
し
く
果
た
し
う
る
た
め
に
は
い
か
な
る
技
術
で
養
護
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
」
を
示
す
「
医
学
」
で
あ
る
。

(bid.)
同
じ
よ
う
に
『
知

性
改
善
論
』
で
は
、
も
う
少
し
網
羅
的
に
「
人
間
の
完
全
性
」
を
獲
得
す

る
た
め
の
具
体
的
な
手
段
が
挙
げ
て
ら
れ
て
い
る
。

・
人
間
の
完
全
性
を
獲
得
す
る
の
に
十
分
な
だ
け
自
然
を
理
解
す
る
こ

•
多
く
の
人
々
が
容
易
か
つ
確
実
に
目
的
に
到
達
す
る
の
に
都
合
の
よ

い
社
会
を
形
成
す
る
こ
と

・
道
徳
哲
学
な
ら
び
に
児
童
教
育
学

・
医
学
（
健
康
は
こ
の
目
的
に
至
る
の
に
大
切
な
手
段
だ
か
ら
）

・
機
械
学
（
技
術
は
多
く
の
難
し
い
事
柄
を
簡
単
な
も
の
に
し
て
生
活

を
便
利
に
す
る
か
ら
）

•
知
性
の
矯
正
•
浄
化
の
方
法
を
案
出
す
る
こ
と

と

(TIE, 1
4ー

1
6
)
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(
1
)
 

そ
し
て
、
こ
う
し
た
諸
手
段
の
中
で
「
何
よ
り
も
先
に
」
遂
行
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
「
知
性
の
改
善
」
あ
る
い
は
「
も
の
を
首
尾
よ
く
、

誤
り
な
し
に
、
そ
し
て
出
来
る
だ
け
正
し
く
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
方
法
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

(TIE
1
6
)
 

以
上
の
よ
う
に
、
「
知
性
改
善
の
方
法
」
あ
る
い
は
「
論
理
学
」
は
、
ス

ピ
ノ
ザ
哲
学
の
中
で
は
、
「
心
の
動
き
」
を
強
化
す
る
た
め
の
諸
手
段
あ
る

い
は
「
療
法
」
の
一
部
分
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、

も
の
ご
と
を
真
な
る
も
の
と
し
て
を
正
し
く
理
解
す
る
我
々
の
知
性
に
関

す
る
、
つ
ま
り
合
理
的
な
認
識
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
生
存

の
維
持
」
や
強
化
に
役
立
つ
限
り
で
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
い
や
、
ス
ピ

ノ
ザ
に
と
っ
て
「
知
性
」
は
そ
の
限
り
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ

る
。
以
下
の
章
で
は
、
こ
の
「
知
性
改
善
の
方
法
」
に
関
し
て
ど
の
よ
う

な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
。

自
発
性
と
し
て
の

「
真
の
観
念
」

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
知
性
改
善
の
方
法
」
を
示
す
手
始
め
と
し
て
、

「
も
の
ご
と
を
肯
定
も
し
く
は
否
定
す
る
の
に
用
い
た
一
切
の
知
党
様

式」

(TIE,
18)
を
分
類
し
、
そ
の
中
か
ら
「
人
間
の
完
全
性
」
獲
得
の

た
め
に
不
可
欠
な
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
手
続
き
を
取
る
。
こ
こ
で
「
知

党
様
式
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
認
識
能
力
（
感
覚
、
知
覚
、

理
解
、
推
理
な
ど
）
の
一
っ
と
し
て
の
「
知
覚
」
の
在
り
方
で
は
な
い
。

（「事

ま
た
そ
こ
に
は
、
単
な
る
「
知
る
こ
と
」
以
上
に
、
「
肯
定
も
し
く
は
否
定

す
る
」
意
志
や
判
断
の
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
認
識
の
様
式
で

あ
る
と
と
も
に
、
我
々
が
も
の
ご
と
を
真
／
偽
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
／

否
定
す
る
時
の
、
そ
の
肯
定
の
仕
方
（
様
式
）
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
ス
ピ

ノ
ザ
が
区
別
し
て
い
る
四
つ
の
知
覚
様
式
を
簡
単
に
要
約
し
て
お
こ
う
。

一
、
聞
き
覚
え
に
よ
っ
た
り
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
を
そ
の

ま
ま
信
じ
る
場
合
。

二
、
偶
然
の
出
来
事
を
「
漠
然
た
る
経
験
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
場
合
。

三
、
推
論
に
よ
っ
て
た
だ
一
般
的
な
も
の
ご
と
を
結
論
す
る
場
合
。

四
も
の
ご
と
を
直
観
的
に
、
そ
れ
が
間
違
い
な
く
何
で
あ
る
か

(
7
)
 

物
の
本
質
」
）
を
知
る
場
合
。

こ
う
し
た
「
信
じ
る
」
「
経
験
と
し
て
受
け
入
れ
る
」
「
一
般
的
に
結
論

す
る
」
「
直
観
的
に
知
る
」
と
い
っ
た
肯
定
の
仕
方
の
中
で
、
第
四
の
様
式

が
「
最
上
の
様
式
」

(TIE,
18)
と
し
て
選
び
取
ら
れ
る
。
そ
の
選
択
の

基
準
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
最
後
の
知
党
様
式
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る

「
事
物
の
本
質
」
を
明
瞭
確
実
に
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
一
、
第
二
の
様
式
は
不
確
実
で
あ
り
事
物
の
本
質
を
認
識
し

な
い
。
第
三
の
様
式
は
確
実
で
あ
り
真
で
は
あ
る
も
の
の
、
事
物
の
本
質

を
「
直
観
的
に
、
何
の
手
続
き
も
な
し
に
見
る
」

(TIE,
2
4
)

こ
と
が
な
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し
か
し
、
も
う
少
し
詳
細
に
見
る
な
ら
ば
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
す
な

わ
ち
、
第
三
と
第
四
の
様
式
に
お
け
る
違
い
は
、
単
に
推
論
の
「
手
続
き
」

に
よ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
直
観
」
に
よ
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
事
物
の
「
特

殊
的
本
質

e扮
entia
particularis
」
を
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
第
三
の
様
式
は
事
物
を
「
普

逼
／
特
性

§iversalis/propria
」
の
観
点
か
ら
「
一
般
的
な
用
語
で
」

ま
た
は
「
否
定
的
表
現
で
」
認
識
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
が
「
特

(
8
)
 

殊
的
」
に
何
で
あ
る
か
を
認
識
・
肯
定
し
な
い
と
い
う

(TIE,
1
9
)

。
こ

こ
で
は
、
事
物
の
本
質
を
明
瞭
確
実
に
真
な
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
以

上
に
、
そ
う
し
た
認
識
作
用
そ
の
も
の
の
う
ち
に
特
殊
な
質
を
肯
定
す
る

契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
方
法
」
の
核
と
し
て
「
事
物
の
特
殊

的
本
質
の
認
識
」
を
取
り
出
し
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
事
物
を
明

瞭
確
実
に
真
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
特
殊
な
質
を
伴
っ
た
我
々
の

「
心
の
動
き
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
心
の
動
き
は
「
真

の
観
念
」
と
呼
び
代
え
ら
れ
、
方
法
の
在
り
方
と
し
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん

だ
規
定
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
真
の
観
念
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
我
々
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

す
で
に
そ
こ
に
確
実
性
や
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
真
理
で
あ
る
こ
と
が
確
か
に
な
る
た
め
に
は
、
真
の
観
念
を
持
つ
こ
と

(
2
)
 

、。
し

以
外
何
ら
他
の
標
識
を
必
要
と
し
な
い
」

(TIE,
3
5
)

と
言
わ
れ
る
。
従
っ

て
「
方
法
」
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
の
は
、
こ
の
「
真
の
観
念
」

に
内
在
す
る
確
実
性
•
真
理
性
の
外
に
何
の
確
実
性
や
真
理
も
、
方
法
を

正
当
化
す
る
規
準
と
し
て
設
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
真
理
探
究
の
最
上
の
方
法
を
見
出
す
た
め
に
は
こ
の
真
理
探

究
の
方
法
を
探
求
す
る
他
の
方
法
が
必
要
で
な
く
、
ま
た
第
二
の
方
法
を

探
求
す
る
た
め
に
他
の
方
法
が
必
要
で
は
な
い
、
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限

に
進
む
。
実
際
こ
う
し
た
仕
方
で
は
、
我
々
は
決
し
て
真
理
の
認
識
に
到

達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

(TIE,
3
0
)

そ
う
し
た
真
理
へ
の
権
利
請
求
を
せ

ず
と
も
、
真
理
は
「
自
己
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
」

(TIE,
4
4
)

の
だ
か

ら
「
ひ
と
り
で
に

sponte」
(ibid.)
認
識
・
肯
定
さ
れ
る
、
と
い
う
の

が
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
心
の
動
き
」
に
お
け
る
真
理
の

自
発
的
肯
定
作
用
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
我
々
は
「
肯
定
の
仕
方
」
の
観
点
か
ら
「
事
物
の
特
殊
的
本
質

の
認
識
」
と
い
う
「
心
の
動
き
」
を
見
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
性
格
が
よ
り

明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
「
事
物
の
特
殊
的
本
質

を
真
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
客
観
的
あ
る

い
は
外
在
的
な
真
理
規
準
に
照
ら
し
て
肯
定
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
意

図
的
・
選
択
的
な
判
断
と
し
て
肯
定
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
の
肯
定
作
用
そ
の
も
の
が
自
発
的
な
の
で
あ
り
自
己
開
明
的
な
の
で
あ

る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
心
の
動
き
」
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
発
的
な
「
肯
定

の
仕
方
」
を
、
真
理
に
お
い
て
「
自
己
自
ら
明
ら
か
」
に
な
っ
て
い
る
観
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と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
「
方
法
」
は
、
こ
う
し
た
「
真

の
観
念
」
の
「
本
性
を
探
求
し
、
以
て
真
の
観
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
、
そ
し
て
こ
の
結
果
我
々
が
ど
ん
な
理
解
能
力

を
持
つ
か
を
識
り
、
理
解
す
べ
き
一
切
を
そ
の
規
範
に
従
っ
て
理
解
す
る

よ
う
に
精
神
を
制
御
す
る
こ
と
に
、
ま
た
そ
の
た
め
補
助
手
段
と
し
て
確

実
な
諸
規
則
を
与
え
、
且
つ
精
神
を
も
ろ
も
ろ
の
無
益
な
も
の
か
ら
煩
わ

さ
れ
な
よ
う
に
配
應
す
る
こ
と
に
存
す
る
」
（
TIE,
3
7
)

と
い
う
。
こ
れ

は
真
の
観
念
の
「
反
省
的
認
識
」

(TIE,
3
8
)

と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
別
の

所
で
は
、
我
々
の
持
っ
て
い
る
「
真
の
観
念
」
が
「
生
得
の
力
」
と
見
な

さ
れ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
知
性
も
ま
た
生
得
の
力
を
以
て
、
自
ら

の
た
め
に
知
的
道
具
を
作
り
、
こ
れ
か
ら
他
の
知
的
仕
事
を
果
た
す
新
し

い
力
を
得
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
仕
事
か
ら
新
し
い
道
具
す
な
わ
ち
一
層
探

求
を
進
め
る
能
力
を
得
、
こ
う
し
て
次
第
に
進
ん
で
つ
い
に
は
英
知
の
最

高
峰
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

(TIE,
3
1
)
 

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
「
真
の
観
念
」
と
い
う
自
発
的
肯
定
作
用
及
び
自

己
開
明
性
を
基
礎
に
し
て
、
そ
の
能
力
を
技
術
的
に
開
発
す
る
こ
と
が
、

そ
し
て
そ
の
開
発
に
よ
っ
て
「
精
神
を
制
御
す
る
」
こ
と
が
、
「
方
法
」
あ

る
い
は
「
療
法
」
の
在
り
方
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
‘
―
つ
の

「
真
の
観
念
」
か
ら
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
精
神
を
制
御
す
る
」

ま
で
に
な
る
の
か
。
そ
の
間
に
あ
る
条
件
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

(3) 

念
、
つ
ま
り
「
真
の
観
念
」
と
し
て
術
語
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
事
物
の
特
殊
的
本
質
の
認
識
」
は
、
例
え
ば
[2
:

 4
 1
1
3
二

6
]

と
い
っ

た
簡
単
な
比
例
関
係
の
本
質
を
、
誰
に
教
わ
る
の
で
も
な
く
、
偶
然
出
会

う
経
験
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
数
学
的
な
推
論
手
続
き
に
よ
る
の
で
も
な

く
、
た
だ
「
ひ
と
り
で
に
」
間
違
い
な
い
と
把
握
し
肯
定
す
る
よ
う
な
「
心

の
動
き
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
我
々
の
う
ち
に
あ
る
。
し
か
し
、
同

時
に
そ
れ
は
、
事
物
を
直
接
目
の
前
に
し
て

(intuitive:
直
観
的
に
）
そ

の
都
度
生
じ
る
し
か
な
い
よ
う
な
特
殊
な
質
を
伴
っ
た
認
識
で
あ
り
、

我
々
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
部
分
を
含
む
「
心
の
動
き
」
全
体
か
ら
見

れ
ば
、
非
常
に
稀
な
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
も
「
こ
の
よ
う

な
認
識
で
理
解
し
得
た
事
柄
は
非
常
に
わ
ず
か
で
あ
っ
た
」

(TIE,
2
2
)
 

と
言
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
方
法
」
と
し
て
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
認
識
の
機
会
を
ど
の
よ
う
に
し
て
増
や
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を

「
心
の
動
き
」
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
拡
張
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
実
際
、
「
事
物
の
特
殊
的
本
質
の
認
識
」
を
増
や
す
こ
と
の
重

(
9
)
 

要
性
は
、
『
知
性
改
善
論
』
の
後
半
で
何
度
か
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
『
エ
チ

カ
』
で
は
、
こ
の
「
第
四
の
知
覚
様
式
」
は
「
第
三
種
の
認
識
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
第
五
部
で
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ

で
も
事
物
の
本
質
を
「
よ
り
多
く
認
識
す
る
」
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い

(10) 
る
。
こ
の
問
題
を
次
章
で
検
討
し
よ
う
。
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知
性
改
善
の
方
法
は
「
反
省
的
認
識
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
反
省
さ
れ
る
の
は
任
意
の
「
与
え
ら
れ
た
真
の
観
念
」

(TIE,
3
8
)
 

で
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
そ
こ
に
真
理
が
「
自
己
自
ら
を
明
ら
か
に

す
る
」
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
ス
ピ
ノ

ザ
は
「
最
高
完
全
者
の
観
念
」
を
反
省
す
る
こ
と
が
「
最
も
完
全
な
方
法
」

で
あ
る

(
i
b
i
d
.
)

と
い
う
。
何
故
こ
う
し
た
特
別
な
観
念
を
反
省
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
箇
所
を
整
理
し

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

四

•
諸
観
念
に
お
け
る
関
係
は
、
実
在
上
の
事
物
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。

(TIE, 3
8
,
 
4
1
)
 

(11) 

•
従
っ
て
、
実
在
上
孤
立
し
た
（
「
共
通
な
も
の
を
持
た
な
い
」
）
事
物

を
観
念
す
る
こ
と
は
、
観
念
上
の
孤
立
（
「
何
の
結
論
も
な
し
得
な
い
」

状
況
）
を
招
く
。

(TIE,
4
1
)
 

•
逆
に
、
実
在
上
「
自
然
の
中
に
存
在
し
て
い
る
一
切
物
」
を
観
念
す
れ

ば
、
観
念
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
他
の
す
べ
て
の
諸
観
念
と
関
係
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
他
の
諸
観
念
が
そ
れ
か
ら
導
き
出

さ
れ
」
「
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
諸
観
念
も
他
の
諸
観
念
と
共
通
な
も
の
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
の
歩
を
一
層
す

(
1
)
 「

最
高
完
全
者
の
観
念
」

の
反
省

す
め
て
ゆ
く
た
め
の
道
具
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
」
。

(
i
b
i
d
.
)

・
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
全
自
然
の
根
源
と
源
泉
と
を
再
現
す
る
観

念
」
か
ら
他
の
す
べ
て
の
諸
観
念
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
り
、
「
自
然

の
す
が
た
の
忠
実
な
再
現
」
で
あ
る
。

(TIE,
4
2
)
 

•
ま
た
自
然
を
、
上
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
か
な
い
「
普
遍
概
念
」
や
「
抽

象
的
な
公
理
」
に
よ
っ
て
観
念
す
る
な
ら
ば
、
「
自
然
の
中
に
は
、
ほ

と
ん
ど
知
性
の
目
に
止
ま
ら
な
い
ほ
ど
些
細
な
差
異
を
持
つ
多
く
の

も
の
が
存
在
す
る
か
ら
」
、
そ
う
し
た
観
念
と
自
然
と
の
間
に
「
容
易

に
混
同
が
起
こ
り
得
る
」
。
こ
れ
に
反
し
て
「
自
然
の
源
泉
と
根
源
と

か
ら
出
発
す
れ
ば
、
我
々
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
恐
れ

は
な
い
」
。

(TIE,
7
5
,
 
7
6
)
 

ま
ず
こ
う
し
た
論
拠
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
最
高
完
全
者
の
観
念
」
と
は
「
自
然
の

根
源
」
の
観
念
と
同
じ
で
あ
り
、
「
真
の
観
念
」
の
自
発
的
肯
定
作
用
を
と

ど
ま
る
と
こ
ろ
な
く
前
進
さ
せ
「
増
加
」
さ
せ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
方

法
的
な
装
置
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
観
念
に
従
っ
て
「
心
を
動
か
す
」
限

り
、
我
々
は
、
自
然
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
、
真
な
る

も
の
と
し
て
不
断
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)

そ
こ
で
こ
の
装
置
の
機
構
を
も
う
少
し
だ
け
詳
し
く
見
て
お
こ

う
。
こ
の
よ
う
な
装
置
の
設
定
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
、
右
に
挙
げ
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た
論
拠
か
ら
明
確
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
観
念
の
関
係
と
事
物
の
関
係

と
の
間
に
お
け
る
同
一
性
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
こ
の
前
提
が
あ
っ
て
初

め
て
、
「
最
高
完
全
者
の
観
念
」
の
反
省
が
「
自
然
の
す
が
た
の
忠
実
な
再

現
」
で
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
知
性
に
よ
る
演
繹
や
推
理

の
働
き
が
「
普
遍
概
念
」
あ
る
い
は
「
抽
象
的
な
公
理
」
に
よ
ら
な
い
具

体
的
な
自
然
把
握
と
噛
み
合
う
こ
と
に
な
る
。

「
与
え
ら
れ
た
真
の
観
念
」
を
反
省
す
る
段
階
で
は
‘
―
つ
の
観
念
に

備
わ
っ
て
い
る
真
理
の
自
発
的
肯
定
作
用
に
従
っ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
二
つ
以
上
の
観
念
に
お
け
る
確
実
な
関
係
づ
け
、

す
な
わ
ち
推
論
に
よ
る
関
係
づ
け
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は

「
第
三
の
知
覚
様
式
」
の
中
で
推
論
の
確
実
性
•
真
理
性
を
認
め
て
は
い

た
が
、
「
そ
れ
自
体
で
は
、
我
々
の
完
全
性
を
獲
得
す
る
手
段
で
あ
り
得
な

い」

(TIE,
2
8
)

と
し
て
、
方
法
の
道
具
か
ら
は
退
け
て
い
た
。
だ
が
こ

こ
で
は
‘
―
つ
の
条
件
つ
き
で
、
つ
ま
り
実
在
す
る
事
物
の
関
係
と
同
じ

限
り
で
、
推
論
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
今
、
「
第
四
の
知

覚
様
式
」
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
と
は
別
の
、
こ
の
新
し
い
知
性
の
作

(12) 

用
に
関
し
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
少
な
く
と
も
「
方

法
」
と
し
て
の
そ
の
概
略
的
な
機
能
を
こ
こ
で
示
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
に
は
「
知
性
」
と
「
自
然
」
と
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
二
重
の
排

除
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
に
対
し
て
超

越
的
な
存
在
を
自
然
の
中
か
ら
閉
め
出
す

(A)
と
同
時
に
、
自
然
に
対
し

て
抽
象
的
な
理
解
を
知
性
の
中
か
ら
閉
め
出
す

(B)
と
い
う
こ
と
が
実
現

(
3
)
 

で
あ
る
。

さ
れ
て
い
る
。

(A)
に
お
い
て
、
「
心
の
動
き
」
の
外
に
あ
る
超
越
的
な
も

の
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
絶
対
的
な
価
値
へ
の
表
象
は
、
す
べ
て
「
心
が
動

か
さ
れ
る
限
り
」
で
し
か
存
在
し
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
す
で
に
本

稿
の
最
初
で
確
認
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
「
知
性
」
の
次
元

で
は
、
知
性
が
自
然
を
説
明
し
き
れ
な
く
な
っ
た
時
に
見
出
す
「
無
知
の

避
難
所
」

(El
,
 Ap

p
e
n
d
i
x
)

と
し
て
の
「
神
」
を
閉
め
出
す
こ
と
で
も

あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に

(B)
に
お
い
て
、
今
度
は
「
ほ
と
ん
ど
知
性
の
目

に
止
ま
ら
な
い
ほ
ど
些
細
な
差
異
を
持
つ
」
自
然
に
対
す
る
知
性
の
抽
象

化
が
回
避
さ
れ
る
。
こ
れ
は
逆
に
、
自
然
を
抽
象
的
な
公
理
か
ら
全
面
的

に
説
明
で
き
る
と
信
じ
る
知
性
の
思
い
上
が
り
や
混
乱
を
閉
め
出
す
こ
と

こ
の
よ
う
な
二
重
の
排
除
を
果
た
す
一
種
の
方
法
的
な
空
間
に
お
い

て
、
知
性
は
自
然
に
お
け
る
「
事
物
の
特
殊
的
本
質
の
認
識
」
を
、
益
々

多
く
獲
得
す
る
よ
う
な
自
然
探
求
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
は
知
性
は
、

自
発
的
な
「
い
わ
ば
一
種
の
霊
的
自
動
機
械
」

(TIE,
8
5
)

と
し
て
、
自

然
の
必
然
的
な
法
則
に
従
っ
て
心
を
動
か
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
方
法
的
装
置
に
お
い
て
は
、
「
自
然
」
が
我
々
の

「
知
性
」
に
内
在
し
て
い
る
、
と
同
時
に
我
々
の
「
知
性
」
が
「
自
然
」

に
内
在
し
て
も
い
る
。
こ
の
二
重
の
内
在
的
関
係
の
内
側
に
い
る
限
り
、

我
々
が
出
会
う
事
物
は
す
べ
て
「
自
然
の
根
源
と
源
泉
」
か
ら
必
然
的
に

生
じ
て
く
る
か
の
よ
う
に
現
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
を
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結
論

肯
定
す
る
よ
う
な
「
心
の
動
き
」
が
「
ひ
と
り
で
に
」
生
じ
て
い
る
。
ま

た
、
自
然
の
中
で
偶
然
的
に
生
じ
て
く
る
よ
う
な
事
物
は
、
知
性
に
お
け

る
「
認
識
の
欠
乏
」
(
E
2
,

P
3
5
S
)

の
結
果
と
し
て
、
訂
正
さ
れ
る
べ
き
存

在
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
心
の
動
き
」
は
「
制
御
」
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
最
高
完
全
者
の
観
念
」
の
反
省
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
こ
う
し
た
内
在
的
装
置
自
体
が
「
唯
一
無
限
」
あ
る
い
は
「
一

切
の
有
で
あ
り
、
そ
れ
を
外
に
し
て
い
か
な
る
有
も
存
在
し
な
い
」

(TIE,

7
6
)

絶
対
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
『
知
性
改
善
論
』
冒
頭
で
語
ら

れ
て
い
た
「
他
の
す
べ
て
を
捨
て
て
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
心
が
動
か

さ
れ
る
よ
う
な
或
る
も
の
」
「
一
た
ぴ
そ
れ
を
発
見
し
獲
得
し
た
上
は
、
不

断
最
高
の
喜
び
を
永
遠
に
享
受
で
き
る
よ
う
な
或
る
も
の
」
と
は
、
こ
の

よ
う
な
知
性
と
自
然
と
の
間
に
設
置
さ
れ
た
方
法
の
内
在
的
空
間
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

「
神
」
や
「
最
高
完
全
者
」
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
、
そ
こ
に
「
至
福
」

や
「
救
済
」
を
見
出
す
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の

文
化
圏
に
い
れ
ば
誰
も
が
持
っ
て
い
る
宗
教
的
動
機
を
ス
ピ
ノ
ザ
も
保
持

し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
今
見
て
き
た
よ
う
に
、
知
性
的
・
合
理
的

な
「
心
の
動
き
」
に
ま
る
ご
と
変
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
永
遠
無

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
形
成
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
合

限
な
る
も
の
に
対
す
る
愛
」
あ
る
い
は
「
神
へ
の
愛
」
と
い
う
心
の
動
き

は
、
「
神
あ
る
い
は
自
然
」
か
ら
演
繹
さ
れ
る
事
柄
を
必
然
的
な
も
の
と
し

て
「
ひ
と
り
で
に
」
そ
し
て
不
断
に
肯
定
す
る
心
の
働
き
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
変
換
の
条
件
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

一
、
「
心
の
動
き
」
と
い
う
価
値
領
域
横
断
的
な
、
ま
た
「
意
の
ま
ま
に

な
ら
な
い
」
よ
う
な
次
元
を
捉
え
る
こ
と
。

二
、
「
心
の
動
き
」
に
お
け
る
目
的
志
向
を
衝
動
作
用
と
し
て
捉
え
直

し
、
善
を
規
範
か
ら
「
療
法
」
の
概
念
へ
と
転
換
す
る
こ
と
。

三
、
「
心
の
動
き
」
に
お
け
る
真
理
の
自
発
的
肯
定
作
用
（
知
性
の
作
用
）

を
療
法
と
し
て
の
「
方
法
」
の
核
に
据
え
る
こ
と
。

四
、
「
知
性
の
作
用
」
と
自
然
の
間
に
方
法
的
な
内
在
空
間
を
設
躍
す
る

こ
と
。

理
主
義
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
第
一
に
、
合
理
的
な
も
の

と
そ
れ
以
外
の
も
の
（
つ
ま
り
非
合
理
的
な
も
の
や
超
合
理
的
な
も
の
）

と
の
間
に
固
定
的
な
境
界
を
設
け
な
い
合
理
主
義
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に

お
い
て
は
、
合
理
的
認
識
と
し
て
の
科
学
も
、
善
悪
の
観
念
に
基
づ
く
倫

理
的
な
価
値
判
断
も
、
あ
る
い
は
世
俗
的
・
宗
教
的
な
心
の
持
ち
方
も
、

我
々
が
自
分
の
生
活
を
維
持
す
る
中
で
「
心
を
動
か
す
」
こ
と
で
し
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
合
理
的
認
識
の
領
域
を
他
の
価
値
領
域
か
ら
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切
り
離
し
て
、
そ
れ
を
特
別
視
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
合
理
主
義
で
は
な

い
。
ま
た
、
科
学
的
認
識
と
神
学
的
認
識
と
の
間
に
一
定
の
役
割
分
担
や

調
和
を
唱
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
制
限
付
き
の
合
理
主
義
で
も
な
い
。

第
二
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
合
理
主
義
は
、
合
理
的
な
も
の
を
そ
れ
以
外
の

も
の
の
中
で
有
効
活
用
し
よ
う
と
す
る
合
理
主
義
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

「
心
の
動
き
」
の
中
で
「
最
高
不
断
の
喜
び
」
と
い
う
部
分
を
最
大
限
に

広
げ
る
た
め
の
「
療
法
」
と
し
て
、
知
性
の
働
き
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
に
は
、
「
神
と
は
何
か
」
「
世
界
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
形

而
上
学
的
な
（
あ
る
い
は
宗
教
的
・
超
合
理
的
な
）
心
の
動
き
を
合
理
的

な
か
た
ち
で
運
用
す
る
装
躍
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
装
躍
の
体
系
（
そ

れ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
精
密
に
展
開
さ
れ
て
い
る
）
は
、
そ
れ
だ
け

を
見
れ
ば
、
す
べ
て
を
合
理
的
な
も
の
の
う
ち
に
包
摂
す
る
よ
う
な
絶
対

的
な
合
理
主
義
体
系
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本

高
め
る
た
め
の

「
療
法
」
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
に
お
け
る
引
用
・
参
照
は
、
次
の
略
号
に
よ
っ
て
示
す
。

『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
三
五
備
考
=
E
2
,
P
3
5
S
(
定
義

D
、
公
理

A
、
序
文

Praef.
‘
 

系

C
、
付
録

A
p
p
e
n
d
i
x
)

『
知
性
改
善
論
』

(TIE:
T
r
a
c
t
a
t
u
s
 d
e
 Intellectus E
m
e
n
d
a
t
i
o
n
e
)

は
邦
訳
•
独

訳
な
ど
に
付
さ
れ
て
い
る
共
通
の
節
番
号
を
記
す
。
例
え
ば
、
第
四
二
節
=
T
I
E
`
 
4
2
 

そ
の
他
の
細
か
い
引
用
に
つ
い
て
は
、
両
著
作
所
収
の

Spinoza,
O
p唸
rz.Im
A
u
f
t
r
a
g
 

d
e
r
 
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
e
r
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 d
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
hrg. v
o
n
 C
.
 G
e
b
h
a
r
d
t
,
 

稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
我
々
の
生
活
•
生
存
の
維
持
能
力
を

Ed.II, 
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
 1925. 
の
ペ
ー
ジ
数
を
注
の
中
で
記
し
た
。

(
1
)
 
Y
 ovel, 
Y
i
r
m
i
y
a
h
u
:
 
S
p
i
n
o
z
a
 
a
n
d
 O
t
h
e
r
 Hereticsー

T
K
e
Mミ

n、ミミ
o
o
f

R
蕊
son.
P
r
i
n
c
e
t
o
n
/
N
.
 J
 .1989, 
S. 36. 
(
『
ス
ピ
ノ
ザ
異
端
の
系
譜
』
小
岸

昭
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
八
、
六

0
頁）

(
2
)
 
S
p
i
n
o
 Nd
`
 
Opera, 
Ed.II, 
S
.
4
.
 
(
『
知
性
改
善
論
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
三
一
、
九
頁
）

(
3
)
 
S
t
o
w
a
s
s
e
r
,
 
Josef 
M
.
 ,
 u. a.: 

D
e
r
 kleine 
Stowasser; 
Lat・

ー

d
t
.
S
c
h
u
,
 

苓
さ
芍
b
u
c
h
.
M
目
c
h
e
n
1979, 
S
.
2
0
-
2
1
.
 

(
4
)

『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
感
情
」
「
変
状
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
畠
中
尚
志
訳
（
岩

波
文
庫
、
一
九
五
一
）
の
訳
者
註
を
参
照
。
例
え
ば
第
一
部
註
三
、
第
二
部
註
八
、

―
四
、
第
三
部
註
九
な
ど
。
尚
‘
こ
れ
ら
の
註
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ

ノ
ザ
に
お
け
る
「
変
状
」
の
概
念
は
「
神
の
様
態
あ
る
い
は
変
状
」

(El,
P
2
5
C
)
 

に
通
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
感
情
論
に
お
け
る
「
変
状
」
概
念
へ
の
言
及
に
と

ど
め
た
。

(5)
こ
の
「
真
の
普
」
の
説
明
に
加
え
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
最
高
善
」
を
定
義
し
て
い

る
が

(
T
I
E
,
13)
、
本
稿
は
「
最
高
善
」
に
関
す
る
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
す
る
場

で
は
な
い
の
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
明
し
た
「
真
の
善
」
を
善
一
般
と
見
な
し
て
議

論
を
進
め
る
。
実
際
、
『
エ
チ
カ
』
に
引
用
し
た
も
の
と
ほ
ぽ
同
じ
こ
と
が
「
善
」

の
説
明
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
Spinoza,
Opera, 
B
d
.
 II, 
S. 2
0
8
 

• 

(
『
エ
チ
カ
』

（
下
）
畠
中
尚
志
訳
、
十
一
頁
）
参
照
。

(
6
)

「
目
的
」
志
向
的
な
人
間
の
態
度
を
「
衝
動
」
と
見
な
す
考
え
は
、
「
我
々
を
し
て

あ
る
こ
と
を
な
さ
し
め
る
目
的
な
る
も
の
を
私
は
衝
動
と
解
す
る
」
(
~
」D
7
)

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

(7)
こ
の
四
つ
の
知
覚
様
式
の
説
明
は
、
『
知
性
改
善
論
』
第
十
九
ー
ニ
四
節
を
本
稿
の

議
論
に
沿
う
限
り
で
極
め
て
簡
潔
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ス
ピ
ノ

ザ
が
各
々
の
知
覚
様
式
に
与
え
て
い
る
細
か
い
規
定
を
十
分
に
は
再
現
し
て
い

な
い
。
例
え
ば
、
第
二
の
様
式
に
お
け
る
「
偶
然
の
出
来
事
」
は
、
「
こ
れ
と
矛
盾

す
る
他
の
何
ら
の
場
合
も
持
た
な
い
と
い
う
理
由
で
我
々
に
確
実
視
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
」

(
T
I
E
,
19)
こ
と
で
あ
る
し
、
第
四
の
様
式
に
は
「
事
物
の
本
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（
ほ
り
え
つ
よ
し

質
」
に
よ
る
認
識
の
他
に
「
最
近
原
因
」

(ibid.)

に
よ
る
認
識
も
含
ま
れ
る
。

(8)
こ
れ
は
第
十
九
節
の
原
注
で
の
説
明
で
あ
る
。

S
p
i
n
o
g
9
q忌、
ll,

Ed.II, 

S.10. 
(
邦
訳
ニ
ニ
頁
）
参
照
。

(9)
第
五
五
、
八
三
、
九
八
節
な
ど
。

(10)
と
り
わ
け
定
理
二
四
ー
ニ
六
参
照
。
「
我
々
は
個
物
を
よ
り
多
く
認
識
す
る
に

従
っ
て
そ
れ
だ
け
多
く
神
を
認
識
す
る
。
」

(P24)
「
精
神
の
最
高
の
努
力
お
よ
ぴ

最
高
の
徳
は
、
物
を
第
三
種
の
認
識
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

(P25)

「
精
神
は
、
物
を
第
三
種
の
認
識
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
多
く
適
す
る

に
従
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
種
の
認
識
に
お
い
て
物
を
認
識
す
る
こ
と
を
そ
れ
だ
け

多
く
欲
す
る
。
」

(P26)

(11)
原
文
は

nihil
cornmercii h
a
b
e
r
e
。
邦
訳
で
は
「
何
の
交
互
関
係
も
持
た
な
い
」

と
な
っ
て
い
る
。

S
p
i
n
o
N
d
9
Q蕊蜃
B
d
II 
`
 
S
.
1
6
.
 
(
邦
訳
三
五
頁
）
参
照
。

尚
、
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
「
互
い
に
共
通
な
も
の
を
持
た
な

い
も
の
は
、
ま
た
互
い
に
他
か
ら
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
公
理

五
を
梃
子
に
し
て
、
定
理
一
ー
五
に
か
け
て
「
同
一
属
性
を
有
す
る
実
体
は
多
数

存
在
し
え
ず
、
た
だ
―
つ
の
み
存
在
し
う
る
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

(12)
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
、
『
知
性
改
善
論
』
を
執
筆
し
て
い
た
段
階
で
は
、
こ
の
新
し
い
知

性
の
作
用
に
関
す
る
理
論
を
十
分
ク
リ
ア
に
は
出
来
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
『
知
性
改
善
論
』
を
未
完
に
終
わ
ら
せ
た
原
因
と
な
っ

て
い
る
。
『
エ
チ
カ
』
で
は
、
こ
の
問
題
が
「
第
二
種
の
認
識
（
理
性
・
共
通
概
念
）
」

の
理
論
と
し
て
解
消
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

B
a
r
t
u
s
c
h
a
t
,

W
o
l
f
 ,
 

g
a
n
g
:
 
Einleitung, 
in 
A
b
l
w
n
d
l
u
n
g
 iiber die 
Verbesserung 
des 
Ver' 

s
t
a
n
d
e
s
.
P
h
B
 
95a, 
1993, 
S
・
X
I
X
f
.
 
ま
た
、

D
e
l
e
u
z
e
,
Gilles: 
L'evolu' 

tion d
e
 S
p
i
n
o
z
a
 (
S
u
r
 L
'
i
n
a
c
h
e
v
e
m
e
n
t
 d
u
'べ

rraite
d
e
 la R
e
f
o
r
m
e
"
)
 `
 

in S
p
i
n
o
z
a
 Philosophie prat芯
ue.Paris
1
9
8
1
 `
 
S
.
1
4
9
-
1
6
3
.
 
(
『
ス
ピ
ノ
ザ

実
践
の
哲
学
』
鈴
木
雅
大
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
四
、
一
九
九
ー
ニ
―
三
頁
）
参

照。

大
学
院
博
士
課
程
後
期
）
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